
日
本
史

中
世

の
形
成

は
じ
め
に
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現
在
私
た
ち
が
一
般
に
使
っ
て
い
る
日
本
史
時
代
区
分
（
古
代
中
世
近
世

近
代
）
の
原
型
と
な
る
も
の
が
は
じ
め
て
提
起
さ
れ
た
の
は
一
九

O
三
年
（
明
治
三

六
）
に
出
版
さ
れ
た
内
田
銀
蔵
『
日
本
近
世
史
』
（
第
一
巻
上
冊
一
）
の
中
に
お
い
て

で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
同
書
は
右
記
の
も
の
が
出
版
さ
れ
た
だ
け
で
あ
と
は
出
版
さ

れ
る
こ
と
な
く
中
絶
し
、
結
局
同
書
は
未
完
の
ま
ま
終
っ
た
こ
と
は
拙
稿
（
1

）
で
述
べ

た
と
お
り
で
あ
る
。
以
下
本
稿
で
は
内
田
が
同
書
の
中
で
は
じ
め
て
提
起
し
て
い
た

新
し
い
日
本
史
時
代
区
分
の
原
型
を
「
原
型
」
と
記
す
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
く
。

で
は
内
田
が
提
起
し
た
「
原
型
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
『
日
本
近
世
史
』
が
第
一
巻

の
は
じ
め
だ
け
で
結
局
中
絶
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
な
ら
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
た

「
原
型
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
現
在
の
姿
に
ま
で
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
現

行
の
日
本
史
時
代
区
分
の
原
型
が
内
田
の
『
日
本
近
世
史
』
の
中
で
提
起
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
事
実
さ
え
、
現
在
ほ
と
ん
ど
忘
却
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
の
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
内
田
が
一
九

O
三
年
に
提
起
し
た
「
原
型
」
の
内
容
を

検
討
し
、
そ
の
「
原
型
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
現
在
に
至
っ
た
の

か
を
た
し
か
め
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
過
程
で
、
日
本
史
「
中
世
」

が
定
着
し
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

第 6号史人

坂
本

賞

内
田
が
提
起
し
た
「
原
型
」
に
つ
い
て
は
註
（
1
）
拙
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
く

と
し
て
、
そ
の
要
旨
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
内
田
は
西
欧
史
学
時
代
区
分
三
分
法

（
同
三
五
己
々
、

S
E
a
g
m町、

5
0色
町
ヨ
品
目
）
を
日
本
史
に
適
用
し
よ
う
と
し
て
、
西
洋

史
モ
ダ
ン
エ
イ
ジ
に
相
当
す
る
も
の
に
日
本
史
の
江
戸
時
代
を
あ
て
て
こ
れ
を
適
用

の
基
点
と
し
、
江
戸
時
代
を
日
本
史
の
モ
ダ
ン
エ
イ
ジ
（
和
訳
語
「
近
世
」
）
と
し
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
江
戸
時
代
よ
り
前
の
時
代
（
「
近
古
」
と
よ
ば
れ
て
い
た
も
の
）

を
西
欧
史
ミ
ド
ル
エ
イ
ジ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
に
ミ
ド
ル
エ
イ
ジ
の
和

訳
語
「
中
世
」
を
そ
の
ま
ま
も
ち
こ
ん
で
（
「
近
古
」
と
よ
ば
れ
て
い
た
時
代
を
）

「
中
世
」
と
命
名
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
「
中
世
」
よ
り
前
を
一
括
し
て
「
古
代
」
と

命
名
し
、
西
欧
史
学
三
分
法
に
対
応
し
た
日
本
史
三
分
法
を
提
起
し
た
の
で
あ
っ
た
。

）
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こ
の
内
田
の
「
原
型
」
の
名
称
に
つ
い
て

「
近
世
」
は
西
欧
史
モ
ダ
ン
エ
イ
ジ
の
和
訳
語
な
の
で
あ
っ
て
、
明
治
初
年
か

ら
使
わ
れ
は
じ
め
て
い
た
江
戸
時
代
の
別
称
「
近
世
」
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
そ
れ
は
『
日
本
近
世
史
』
の
「
緒
言
」
の
冒
頭
の
文
を
見
れ

ば
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
註
（
1
）
拙
稿
で
述
べ
た
）

0

「
中
世
」
が
日
本
史
の
時
代
区
分
名
称
と
し
て
使
わ
れ
た
の
は
こ
の
内
田
の

「
原
型
」
、
が
は
じ
め
て
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
文
献
上
に
「
中
世
」
が
み
え
た
の
は
、

次
の
二
つ
の
場
合
で
あ
っ
た
。
（
一
）
「
中
古
」
（
十
二
世
紀
初
頭
か
ら
江
戸
時
代



臼本史「中世」の形成（坂本）

に
入
っ
た
こ
ろ
ま
で
は
延
喜
以
降
の
時
代
を
意
味
し
て
い
た
が
、
江
戸
時
代
に
入

っ
て
か
ら
あ
と
律
令
国
家
が
で
き
た
以
後
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
）
を
「
な

か
っ
よ
」
と
よ
む
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
そ
れ
を
「
中
世
」
と
記
す
こ
と
が
よ
く
あ

っ
た
。
（
二
）
特
定
主
題
の
歴
史
変
化
時
期
を
「
中
世
」
と
記
し
た
も
の
で
、
こ
の

用
法
で
は
そ
の
主
題
ご
と
に
変
化
時
期
が
異
な
る
か
ら
、
「
中
世
」
と
い
っ
て
も
そ

の
時
期
は
主
題
に
よ
っ
て
異
な
る
。
詳
細
は
こ
の
特
定
主
題
に
よ
る
用
語
を
説
明

し
た
拙
稿
Z
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
だ
か
ら
そ
れ
ま
で
文
献
上
に
日
本
史

に
つ
い
て
記
さ
れ
た
「
中
世
」
は
す
べ
て
右
の
二
つ
の
用
法
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ

て
、
時
代
区
分
名
称
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
内
田
の
「
原
型
」
が

は
じ
め
て
で
あ
る
。
た
だ
し
外
国
に
つ
い
て
は
時
代
区
分
名
と
し
て
「
中
世
」
が

使
わ
れ
て
い
た
。

「
古
代
」
に
つ
い
て
も
そ
れ
ま
で
日
本
史
の
時
代
区
分
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と

は
、
明
治
に
入
る
前
ま
で
は
な
か
っ
た
（
外
国
の
場
合
に
は
時
代
区
分
名
称
と
し

て
「
古
代
」
が
使
わ
れ
て
い
た
が
て
た
だ
文
人
趣
味
で
「
古
代
」
が
使
わ
れ
た
事

例
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
い
ま
問
題
に
な
ら
な
い
。
明
治
に
な
っ
て
学

界
で
「
古
代
」
と
い
う
時
代
区
分
用
語
を
使
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
稿
3
を
参

照
し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
そ
れ
は
内
田
が
「
原
型
」
で
「
中
世
」
よ
り
前
を
す

べ
て
一
括
し
て
「
古
代
」
と
し
た
の
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
こ
の
「
原
型
」
提
起
が
記
さ
れ
て
い
る
『
日
本
近
世
史
』
は
第
一
巻
が
刊
行

さ
れ
た
だ
け
で
あ
と
は
中
絶
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
内
田
が
こ
の
「
原
型
」
で
西

欧
史
学
三
分
法
を
日
本
史
に
適
用
す
る
基
点
と
さ
れ
た
江
戸
時
代
を
西
欧
史
の
モ
ダ

ン
エ
イ
ジ
に
比
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
後
学
界
や
世
間
で
受
け
容
れ
ら
れ
た

形
跡
が
全
く
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
故
に
こ
の
内
田
の
「
原
型
」

が
そ
の
後
学
界
や
世
間
で
発
展
し
現
在
の
姿
に
ま
で
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
解
く
た
め
に
は
、
内
田
が
提
起
し
た
「
原
型
」
の
時
代
区
分
用
語
が

ど
の
よ
う
に
学
界
で
受
容
さ
れ
た
か
を
み
て
い
く
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し

「
近
世
」
は
除
外
す
る
。
こ
の
こ
ろ
「
近
世
」
に
は
い
く
つ
か
の
用
法
が
あ
り
、
中

で
も
江
戸
時
代
の
別
称
と
し
て
の
「
近
世
」
が
明
治
初
期
以
来
さ
か
ん
に
使
わ
れ
て

き
て
い
た
の
で
、
「
原
型
」
の
「
近
世
」
と
区
別
し
難
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た

「
古
代
」
に
つ
い
て
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
明
治
に
な
っ
て
学
界
で
独
自
に
「
古

代
」
と
い
う
時
代
区
分
名
称
を
使
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
と
は
区
別
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
し
、
ま
た
た
だ
“
昔
の
”
と
い
う
だ
け
の
意
味
で
「
古
代
」
と
い
う
こ
と
が

あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
と
時
代
区
分
用
語
と
し
て
の
「
古
代
」
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

こ
う
し
て
み
る
と
内
田
の
「
原
型
」
が
受
容
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め

に
は
、
日
本
史
時
代
区
分
と
し
て
の
「
中
世
」
が
使
わ
れ
た
か
ど
う
か
を
調
べ
て
い

く
の
が
よ
い
こ
と
が
わ
か
る
。
古
く
か
ら
文
献
上
に
み
ら
れ
て
い
た
前
述
の
二
つ
の

「
中
世
」
は
識
別
し
や
す
く
、
し
か
も
日
本
史
時
代
区
分
名
称
と
し
て
の
「
中
世
」

は
内
田
が
は
じ
め
て
提
起
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
内
田
の
「
原
型
」
が
受
容
さ

れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
最
適
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

さ
て
こ
れ
か
ら
一
九

O
三
年
（
明
治
三
六
）
か
ら
後
の
「
中
世
」
の
用
例
を
検
討

す
る
の
だ
が
、
ま
ず
最
初
に
こ
と
わ
っ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
明
治
三
十
八
年
十
二
月
の
序
を
記
す
原
勝
郎
『
日
本
中
世
史
』
は
除
外
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
室
田
は
「
日
本
中
世
史
」
を
称
し
た
最
初
の
著
書
と
さ
れ

て
き
た
が
、
同
書
は
三
年
前
に
内
田
が
提
起
し
た
「
原
型
」
の
構
想
に
基
づ
い
て
そ

の
「
中
世
」
史
を
原
が
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
同
書
は
『
日
本
中
世
史
』

と
題
し
な
が
ら
、
そ
の
「
中
世
」
の
時
代
範
囲
を
全
く
記
さ
ず
（
同
書
の
中
に
記
さ

れ
た
「
中
世
」
は
序
に
三
個
み
え
る
が
す
べ
て
特
定
主
題
の
歴
史
変
化
時
期
を
い
う

も
の
で
あ
っ
て
、
日
本
史
時
代
区
分
で
は
な
い

3
0
）
、
内
田
が
『
日
本
近
世
史
』
を

中
絶
す
る
と
、
そ
れ
に
従
っ
て
原
の
同
書
も
中
絶
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
内
田

の
「
原
型
」
の
「
中
世
」
と
い
う
枠
内
に
お
い
て
は
原
独
自
の
構
想
で
執
筆
さ
れ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
内
田
の
「
原
型
」
の
も
と
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら

( 2) 
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内
田
、
が
中
絶
す
る
と
原
も
中
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
で
な
け
れ

ば
原
が
同
書
を
中
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
が
ど
こ
に
あ
っ
た
と
い
う
の

で
あ
ろ
う
か
。

で
は
他
に
そ
の
こ
ろ
内
田
の
「
原
型
」
の
「
中
世
」
を
受
容
し
た
事
例
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
存
在
し
た
。
そ
れ
は
内
田
が
三
年
間
の
欧
州
留
学
を
終
え
て
帰
国
し

た
一
九

O
六
年
（
明
治
三
九
）
に
発
表
さ
れ
た
中
田
薫
の
「
王
朝
時
代
の
庄
園
に
関

す
る
研
究
」
の
第
三
章
第
二
節
三
に
「
我
中
世
の
恩
給
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

「
中
世
」
は
第
二
節
冒
頭
の
「
鎌
倉
室
町
時
代
に
行
は
れ
た
る
我
恩
給
な
る
制
度
」

と
同
じ
だ
か
ら
、
内
田
の
「
原
型
」
の
新
名
称
「
中
世
」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。で

は
こ
こ
で
中
田
薫
『
法
制
史
論
集
』
（
岩
波
書
店
）
所
収
論
文
で
「
中
世
」
が
み

え
る
も
の
を
年
代
順
に
み
て
い
こ
う
。

ま
ず
（
1
）
「
古
代
亜
細
亜
諸
邦
に
行
は
れ
た
る
神
判
」
（
明
治
三
七
年
『
論

集
』
三
之
下
）
で
、
支
那
・
朝
鮮
で
は
神
判
制
度
が
見
出
さ
れ
な
い
の
に
対
し
て
日

本
で
は
太
古
に
行
わ
れ
、
そ
の
後
千
余
年
全
く
中
絶
し
て
い
た
が
、
足
利
時
代
に
至

っ
て
現
わ
れ
、
戦
国
時
代
に
い
よ
い
よ
盛
ん
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。

第 6号史人

「
我
中
世
の
神
判
も
、

（
九
三
二
頁
）

「
我
中
世
に
行
は
れ
た
る
神
判
方
法
は
四
種
あ
り
」
（
九
三
一
頁
）

「
此
等
中
世
の
神
判
方
法
は
古
く
よ
り
欧
人
の
知
る
所
と
な
れ
り
」

亦
同
様
に
し
て
、

広
き
意
義
に
於
て
宣
誓
の
一
種
な
り
」

（
九
三
二
頁
）

こ
れ
ら
三
個
の
「
中
世
」
は
は
た
し
て
「
原
型
」
の
中
世
で
あ
ろ
う
か
。
上
記
の

よ
う
に
日
本
で
は
太
古
に
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
千
余
年
も
中
絶
し
て
い
た
の
が

足
利
時
代
に
再
び
現
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
「
我
中
世
」
「
中
世
」
と

記
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
特
定
主
題
の
歴
史
変
化
時
期
を
一
不
す
用
法
で
は
な
い
か
。

足
利
時
代
は
「
原
型
」
の
「
中
世
」
に
当
る
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
と

さ
ら
に
「
我
中
世
の
神
判
」
と
い
っ
た
の
は
千
余
年
も
の
中
絶
後
に
日
本
に
再
び
現

れ
た
神
判
と
い
う
意
味
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
の
「
中
世
」
は
「
原

型
」
の
も
の
で
は
な
い
と
私
は
考
え
る
。

次
が
前
記
の
（
2
）
「
王
朝
時
代
の
庄
闘
に
関
す
る
研
究
」
（
明
治
三
九
年
『
論

集
』
二
）
の
中
で
一
個
所
だ
け
使
わ
れ
た
「
中
世
」
で
あ
る
。
同
論
文
は
日
本
荘
園

研
究
史
上
に
本
格
的
論
文
と
し
て
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
後
に
中
田
の
他
の
荘
園
関

係
論
文
と
合
わ
せ
て
『
庄
園
の
研
究
』
（
彰
考
書
院
一
九
四
八
年
）
の
中
核
と
な
っ

た
。
な
お
明
治
の
こ
ろ
に
は
「
王
朝
時
代
」
｜
「
鎌
倉
時
代
」
「
室
町
時
代
」
・
＼

が
よ
く
使
わ
れ
、
「
王
朝
時
代
」
は
大
化
改
新
以
後
平
安
末
ま
で
を
い
う
。
こ
の
中
で
、

一
個
所
だ
け
鎌
倉
・
室
町
時
代
を
「
中
世
」
と
し
た
の
は
ま
だ
た
め
ら
い
が
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
中
田
は
同
論
文
の
冒
頭
で
「
日
本
法
制
史
を
研
究
す
る
に
当
て
、
吾
輩
が

常
に
奇
異
に
感
ず
る
所
の
も
の
は
、
我
固
有
法
（
律
令
法
に
代
っ
て
発
達
し
た
る
）

の
「
シ
ス
テ
ム
」
や
法
理
が
、
（
中
略
）
不
思
議
に
も
欧
州
フ
ラ
ン
ク
時
代
の
法
制
と

酷
似
す
る
点
多
き
こ
と
是
な
り
」
と
記
し
、
か
な
り
の
紙
数
を
こ
の
こ
と
に
あ
て
た

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
論
文
が
国
家
学
会
雑
誌
に
連
載
さ
れ
て
い
る
の
と
時
を

同
じ
く
し
て
次
の
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
た
。

（3
）
「
コ
ム
メ
ン
ダ
チ
オ
と
名
簿
捧
呈
の
式
」
（
明
治
三
九
年
『
論
集
』
二
）

が
法
学
協
会
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
、
そ
の
中
で
「
欧
洲
の
封
建
制
度
が
、
土
地
恩
給
制

と
家
人
制
と
の
、
結
合
に
依
て
成
立
し
た
る
が
如
く
、
我
日
本
の
封
建
制
も
亦
、
不

思
議
に
も
其
源
を
、
此
両
種
の
制
度
に
発
し
た
る
も
の
な
り
」
（
九
一
二
三
頁
）
と
記

し
、
さ
ら
に
「
思
給
及
び
奉
公
の
こ
と
に
就
て
は
、
余
が
目
下
国
家
学
会
雑
誌
に
連

載
せ
る
庄
園
に
関
す
る
論
文
」
で
詳
説
す
る
、
と
記
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
（
2
）

と
（
3
）
の
両
論
文
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
（
3
）
論
文
で

は
、
「
中
世
」
は
使
わ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
（
2
）
論
文
と
一
体
と
い
う
こ
と
で
こ

こ
に
掲
げ
た
。

( 3) 



（4
）
「
知
行
論
」
（
明
治
四

O
年
『
論
集
』
二
）
も
前
述
の
『
庄
園
の
研
究
』
に

収
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
我
が
中
世
の
不
動
産
に
関
す
る
法
制
中
」

（
二
九
六
頁
）
、
「
我
が
中
世
に
於
け
る
知
行
の
保
護
は
」
（
三
一
六
頁
）
と
記
さ
れ
て
お

り
、
ま
ち
が
い
な
く
「
原
型
」
の
「
中
世
」
で
あ
る
。

大
正
に
入
る
と
、
（
5
）
「
中
世
の
財
産
相
続
法
」
（
大
正
五
年
『
論
集
』
一
）
で
は

論
文
題
名
に
「
中
世
」
が
使
わ
れ
、
本
文
の
冒
頭
で
は
「
我
が
中
世
（
鎌
倉
以
後
江
戸

以
前
）
の
相
続
法
は
」
と
記
し
て
こ
の
「
中
世
」
の
時
代
範
囲
を
説
明
し
て
い
る
。
同

論
文
で
多
く
使
わ
れ
て
い
る
「
中
世
」
の
中
に
は
「
中
世
法
」
と
い
う
の
も
い
く
つ
か

見
出
さ
れ
る
。

日本史「中世j の形成（坂本）

そ
の
翌
年
に
は
（
6
）
「
日
本
中
世
の
不
動
産
質
」
（
大
正
六
年

出
さ
れ
、
巻
頭
で
「
質
な
る
語
は
我
中
世
（
鎌
倉
以
後
徳
川
以
前
）

し
て
い
る
。

に
於
て
は
」
と
記

『
論
集
』
二
）
が

な
お
初
出
の
注
記
が
な
い
の
で
発
表
時
期
は
不
明
だ
が
（
7
）
「
養
老
律
令
前
後
の
継

嗣
法
」
（
『
論
集
』
一
）
の
冒
頭
に
、
「
自
分
の
平
生
の
持
論
は
、
我
中
世
（
鎌
倉
以
降
徳

川
以
前
）
に
於
け
る
家
督
相
続
法
は
」
と
あ
り
、
お
そ
ら
く
上
記
（
5
）・（
6
）
論
文

と
同
じ
こ
ろ
（
大
正
五
・
六
年
ご
ろ
）
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（8
）
「
中
世
の
家
督
相
続
法
」
（
大
正
七
年
『
論
集
』
一
）
で
は
、
論
文
題
名
に

「
中
世
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
に
巻
頭
の
文
は
「
我
中
世
に
於
て
」
と
記
さ
れ
、
も
は

や
「
中
世
」
の
時
代
範
囲
の
説
明
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。

中
田
薫
が
内
田
の
「
原
型
」
の
「
中
世
」
を
い
ち
は
や
く
受
容
し
た
の
は
、
け
っ
し

て
内
田
の
モ
ダ
ン
エ
イ
ジ
を
江
戸
時
代
に
比
定
す
る
構
想
に
賛
同
し
た
か
ら
で
は
な
か

っ
た
。
中
田
が
賛
同
し
た
の
は
福
田
徳
三
ブ
レ
ン
タ

l
ノ
の
日
欧
封
建
制
共
通
論
で

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
石
井
進
が
指
摘
し
て
い
る
の
で

3
、
説
明
す
る
必
要
は

（2
）
と
（
3
）
は
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
中
田
は
こ

な
い
。
上
記
の

の
封
建
制
共
通
論
に
立
っ
て
日
本
封
建
制
の
研
究
を
進
め
る
必
要
上
、
西
欧
史
ミ
ド
ル

エ
イ
ジ
に
相
当
す
る
日
本
史
の
時
代
を
定
め
る
た
め
に
、
内
田
の
「
原
型
」
の
「
中

世
」
を
利
用
し
た
の
で
あ
っ
て
、
「
中
世
」
を
基
点
と
し
て
内
田
の
「
原
型
」
三
分
法
を

使
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
形
は
内
田
の
「
原
型
」
と
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
基
点
は
西

洋
史
ミ
ド
ル
エ
イ
ジ
と
日
本
史
「
中
世
」
に
置
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
基
点
を
西
欧

史
モ
ダ
ン
エ
イ
ジ
と
江
戸
時
代
に
置
い
た
内
田
の
も
の
と
は
別
物
な
の
で
あ
っ
た
。
中

田
た
ち
新
進
研
究
者
は
こ
の
日
本
「
中
世
」
の
封
建
制
・
荘
園
制
研
究
を
開
拓
し
は
じ

め
、
や
が
て
日
本
中
世
史
関
係
の
体
系
的
諸
研
究
が
構
築
さ
れ
る
に
至
り
、
さ
ら
に
日

本
中
世
の
後
と
前
の
時
代
の
体
系
的
研
究
が
構
築
さ
れ
て
い
く
先
駆
け
と
な
っ
た
の
で

あ
っ
た
。

前
節
で
見
た
よ
う
に
中
田
薫
は
明
治
末
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
日
本
史
に
お
け
る

「
中
世
」
と
い
う
時
代
の
制
度
や
荘
園
の
研
究
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ

の
こ
ろ
日
本
史
の
「
中
世
」
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
学
界
や
世
間
で
定
着
す
る
ま
で

に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
後
で
取
り
あ
げ
る
一
九
二
六
年
（
大
正
一
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
平

泉
澄
の
著
書
の
冒
頭
で
「
中
世
な
る
名
称
は
、
我
が
固
に
於
い
て
は
未
だ
十
分
熟
し
て

ゐ
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
中
田
、
が
「
中
世
」
を
論
文
題
名
に
使
い
は

じ
め
て
か
ら
約
十
年
経
つ
で
も
、
「
未
だ
十
分
熟
し
て
ゐ
な
い
」
と
い
わ
れ
る
状
態
で
あ

(4) 

った。中
田
と
な
ら
ん
で
福
田
徳
三
の
日
欧
封
建
制
共
通
論
に
賛
同
し
た
と
さ
れ
る
三
浦
周

行
の
『
法
制
史
の
研
究
』
（
一
九
一
九
年
）
、
『
続
法
制
史
の
研
究
』
（
一
九
二
五
年
）
に
収

め
ら
れ
た
諸
論
文
に
は
日
本
史
の
「
中
世
」
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
ほ
と
ん
ど
が
鎌
倉



時
代
な
ど
で
あ
っ
て
、
「
古
代
」
「
上
古
」
「
中
古
」
「
近
世
」
「
近
代
」
の
ほ
か

代
」
が
僅
か
に
み
え
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
二
五
年
（
大
正
一
四
）
に
刊
行

さ
れ
た
『
続
法
制
史
の
研
究
』
の
巻
頭
の
総
目
次
が
「
古
代
」
・
「
中
世
」
・
「
近
世
」
で

区
分
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
両
書
を
通
じ
て
唯
一
の

武
家
時

な
の
で
あ
っ
た
。

「
原
型
」
時
代
区
分

そ
の
三
浦
の
門
下
の
牧
健
二
は
一
九
二
九
年
（
昭
和
四
）
の
『
日
本
法
制
史
論
朝
廷

法
時
代
上
巻
』
で
、
（
A
）
朝
廷
法
時
代
（
氏
族
不
文
法
時
代
律
令
格
式
法
時
代
公

家
法
成
立
時
代
）
、
（
B
）
武
家
法
時
代
（
初
期
武
家
法
大
名
領
地
法
武
家
法
完

成
）
、
（
C
）
立
憲
法
時
代
（
立
憲
法
準
備
時
代
立
憲
法
成
立
時
代
）
と
し
た
が
、
そ

の
四
年
後
の
一
九
三
三
年
（
昭
和
八
）
の
『
日
本
法
制
史
』
で
は
、
「
法
制
史
を
一
般
文

化
史
と
の
関
係
に
於
い
て
観
察
し
、
余
り
多
く
法
律
制
度
に
捉
は
れ
ざ
る
や
う
警
戒
す

べ
き
」
と
し
て
、
上
古
（
国
初
よ
り
大
化
改
新
ま
で
の
不
文
法
時
代
）
、
中
古
（
大
化
元

年
以
後
の
支
那
法
継
受
の
時
代
）
、
中
世
（
文
治
元
年
守
護
地
頭
補
任
勅
許
の
年
以
後
の

武
家
法
の
時
代
）
、
近
世
（
慶
長
八
年
徳
川
家
康
将
軍
宣
下
の
年
以
後
の
武
家
法
の
時

代
）
、
現
代
（
明
治
元
年
以
後
の
現
代
法
の
時
代
）
と
区
分
し
て
い
る
。

さ
て
一
九
二
六
年
（
大
正
一
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
平
泉
澄
『
中
世
に
於
け
る
精
神
生

活
』
は
「
中
世
」
を
書
名
に
使
っ
た
も
の
だ
が
、
同
書
の
間
目
頭
で
「
中
世
な
る
名
称
は
、

我
が
固
に
於
い
て
は
未
だ
十
分
熟
し
て
ゐ
な
い
」
と
記
し
、
「
従
来
一
般
に
用
ひ
ら
れ
来

っ
た
時
代
区
画
は
専
ら
政
権
の
推
移
を
標
準
と
し
た
も
の
」
だ
が
、
精
神
生
活
・
経
済

生
活
な
ど
国
民
生
活
全
般
の
文
化
発
展
を
考
え
る
上
で
は
そ
の
よ
う
な
時
代
区
分
で
は

こ
ま
る
の
で
、
平
泉
は
こ
こ
で
、
推
古
朝
以
前
を
「
古
代
」
、
推
古
朝
か
ら
飛
鳥
奈
良

｜
平
安
を
通
じ
て
「
上
代
」
、
保
元
以
降
足
利
幕
府
が
倒
壊
し
て
織
田
信
長
が
覇
者
と
な

っ
た
天
正
元
年
ま
で
を
「
中
世
」
、
以
後
安
土
・
桃
山
・
江
戸
の
三
期
を
「
近
世
」
、
大

政
奉
還
以
後
を
「
最
近
世
」
或
は
「
現
代
」
と
よ
ぶ
、
と
し
た
。
そ
し
て

2 0 1 5 第 6号史人

「
上
代
よ
り

中
世
を
導
き
出
す
奥
底
の
動
力
、
中
世
が
上
代
と
相
違
す
る
根
本
の
事
実
」
と
は
「
武

士
武
門
の
興
起
で
あ
る
」
と
し
、
「
上
代
は
公
家
の
世
界
で
あ
り
、
而
し
て
中
世
は
武
門

の
天
下
」
で
あ
る
と
し
て
、
「
道
徳
、
宗
教
、
美
術
、
文
学
、
科
学
等
の
精
神
生
活
」
の

面
か
ら
論
じ
た
の
が
本
書
な
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
た
だ
政
権
の
興
亡
で
は
な
く
時

代
と
し
て
把
握
す
る
第
一
歩
と
し
て
「
中
世
」
の
精
神
生
活
を
と
り
あ
げ
た
の
で
あ
る

3
0

そ
れ
か
ら
約
十
年
後
に
『
世
界
歴
史
大
系
』
（
平
凡
社
二
十
六
巻
）
の
日
本
史
の

「
日
本
中
世
史
（
7

）
」
を
担
当
し
た
秋
山
謙
蔵
は
序
論
の
は
じ
め
で
「
日
本
中
世
史
研
究

の
回
顧
と
展
望
」
を
二
十
五
頁
記
し
た
が
、
そ
の
終
わ
り
で
「
明
治
・
大
正
の
歴
史
学

界
が
持
っ
た
長
所
と
短
所
」
の
「
長
所
と
は
、
史
実
の
周
到
な
る
検
討
に
よ
る
事
実
の

鮮
明
で
あ
り
、
短
所
と
は
、
そ
の
為
に
生
ず
る
歴
史
の
全
体
的
連
繋
と
の
遊
離
で
あ

る
」
と
記
し
、
「
本
書
の
如
き
『
日
本
中
世
史
』
を
発
表
す
る
の
も
、
こ
の
長
を
採
り
、

短
を
補
ふ
意
味
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
こ
の
あ
と
同
書
に
は
近
世
に

至
る
ま
で
の
荘
閏
史
記
述
と
し
て
最
初
の
も
の
な
ど
、
い
く
つ
か
先
駆
的
記
述
が
収
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
『
世
界
史
大
系
』
の
日
本
史
が
第
一
篇
（
上
古
史
・
中
古
史
）
・
第

二
篇
（
中
世
史
）
・
第
三
篇
（
近
世
史
・
最
近
世
史
）
と
区
分
さ
れ
て
い
る
の
が
、
前
掲
牧

健
二
『
日
本
法
制
史
』
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
っ
た
の
は
興
味
深
い
。

( 5) 

「
原
型
」
の
「
古
代
」
は
、
内
田
が
西
欧
史
学
三
分
法
に
合
わ
せ
る
た
め
に
「
近

世
」
「
中
世
」
の
前
を
一
括
し
て
「
古
代
」
と
し
、
「
古
代
」
と
し
た
理
由
な
ど
全

く
記
さ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
数
を
合
わ
せ
る
た
め
と
し
か
考
え
ら
れ
な

い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
内
田
自
身
不
便
を
感
じ
て
い
て
、
「
上
士
口
」
や
「
中
古
」

を
使
っ
て
い
た
こ
と
は
拙
稿
（
8

）
で
述
べ
た
。
だ
か
ら
「
原
型
」
の
「
古
代
」
が
学
界

や
世
間
で
使
わ
れ
た
か
ど
う
か
を
特
に
と
り
あ
げ
て
も
さ
し
た
る
茸
味
を
も
た
な
い

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
、
私
は
思
う
。



一
九
三
九
年
（
昭
和
一
四
）
の
今
井
登
志
喜
「
西
洋
史
学
の
本
邦
史
学
に
与
へ
た
る

影
響
3
」
の
中
に
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。

明
治
三
十
六
年
の
内
田
銀
蔵
博
士
の
日
本
近
世
史
と
明
治
三
十
九
年
の
原
勝
郎
博
士

の
日
本
中
世
史
と
が
、
西
洋
史
的
根
拠
に
基
づ
く
時
代
区
分
を
施
し
、
そ
れ
が
其
後

多
く
の
学
者
に
採
用
さ
れ
て
居
る
が
如
き
、
歴
史
記
述
に
於
け
る
西
洋
史
学
の
影
響

の
次
第
に
深
ま
っ
た
一
例
と
し
て
挙
、
げ
ら
れ
る
。

日本史「中世」の形成（仮本）

こ
の
よ
う
に
一
九
三
九
年
に
は
日
本
史
で

て
居
る
」
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

な
お
こ
こ
で
士
一
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
内
藤
湖
南
が
内
田
の
「
原

型
」
を
そ
の
ま
ま
使
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
湖
南
は
一
九

O
六
年
（
明
治
三

九
）
に
「
中
世
態
」
（
『
内
藤
湖
南
全
集
』
筑
摩
書
一
房
巻
二
二
四
九
七
頁
）
、
一
九

O

七
年
に
「
鎌
倉
中
世
に
及
び
」
（
『
全
集
』
巻
一
三
五

O
O頁
）
と
記
し
て
い
る
。
前

述
の
中
田
薫
が
新
た
に
「
中
世
」
を
使
い
は
じ
め
た
の
と
全
く
同
じ
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
特
定
主
題
の
用
法
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
ま
た
福
田
の
封
建
制
論
と
は
全
く
無
関

係
だ
か
ら
（
次
述
の
内
藤
「
支
那
論
」
に
明
ら
か
）
、
中
田
薫
の
「
中
世
」
と
同
じ
と
は

と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
湖
南
は
一
九
一
四
年
（
大
正
三
）
に
「
支
那
論
」
（
『
全
集
』

巻
五
）
で
、
内
田
銀
蔵
が
『
日
本
近
世
史
』
に
記
し
た
「
原
型
」
そ
の
ま
ま
の
「
近

世
」
概
念
を
記
し
「
日
本
で
も
若
し
同
様
を
区
画
す
る
時
に
は
、
宜
〈
の
意
味
を
以
て
区

画
す
る
の
が
穏
当
で
あ
る
こ
と
は
、
有
力
な
る
歴
史
家
の
主
張
と
な
っ
て
居
る
」
と
記

し
て
い
る
。
「
有
力
な
歴
史
家
」
が
内
田
銀
蔵
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
湖
南

は
内
田
銀
蔵
が
他
界
し
た
と
き
追
悼
文
を
記
し
て
お
り
（
『
全
集
』
巻
六
）
、
内
田
よ
り

「
中
世
」
が

「
多
く
の
学
者
に
採
用
さ
れ

年
上
で
あ
っ
た
が
内
田
の
研
究
に
か
ね
て
か
ら
関
心
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
、
内
田
の

『
日
本
近
世
史
』
が
出
版
さ
れ
る
と
す
ぐ
に
こ
れ
に
従
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
だ

か
ら
中
田
薫
た
ち
の
構
想
し
た
「
中
世
」
と
は
質
的
に
異
な
る
も
の
だ
が
、
外
見
上
は

同
じ
だ
っ
た
の
で
、
新
し
い
日
本
史
三
分
法
の
普
及
定
着
に
そ
れ
な
り
に
資
す
る
こ
と

が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

家
永
三
郎
は
『
日
本
近
代
史
学
の
成
立
五
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
に
よ
っ
て
、
日
本
の
史
学
界
は
、
史
料
の
蒐
集
や
批
判
の

技
術
的
方
法
を
体
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、
か
ん
じ
ん
の
日
本
歴

史
の
生
命
を
把
握
す
る
と
い
う
大
切
な
仕
事
は
、
思
想
的
真
空
に
陥
い
っ
た
ア
カ

デ
ミ
ズ
ム
実
証
主
義
の
手
で
は
つ
い
に
な
し
と
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
最
も
大
切
な

そ
の
仕
事
は
、
む
し
ろ
正
統
的
国
史
学
の
外
側
に
い
る
学
徒
の
手
で
着
手
さ
れ
た

こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
一
つ
と
し
て
、
法
制
史
・
経
済
史
等
の
特
殊
部
門
の
史
的
研
究
が
、
そ
の

基
礎
学
で
あ
る
諸
科
学
の
興
隆
に
伴
っ
て
活
発
と
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

例
え
ば
、
法
制
史
に
お
け
る
中
田
薫
の
業
績
の
ご
と
き
は
、
豊
富
な
史
料
の
基
礎

、
ど
東
洋
西
洋
に
わ
た
る
世
界
的
な
視
野
と
を
縦
横
に
駆
使
し
、
法
制
と
い
う
角
度

か
ら
で
は
あ
る
が
、
日
本
歴
史
の
一
側
面
に
深
い
洞
察
の
こ
も
っ
た
研
究
を
遂
行

し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
日
本
史
学
の
体
系
的
認
識
の
構
成
の
た
め
に
重
要
な
寄
与
を

加
え
た
の
で
あ
る
。
か
れ
が
、
フ
ラ
ン
ス
の

E
g
m
m
と
日
本
の
「
総
領
」
と
の
同

種
の
制
度
な
る
を
立
証
し
、
ま
た
日
本
の
「
知
行
」
が
ド
イ
ツ
固
有
法
の

C
2
5
8

と
根
本
観
念
を
一
に
す
る
も
の
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
ご
と
き
は
、
世
界
各

国
の
法
制
史
に
精
通
す
る
と
同
時
に
、
日
本
の
そ
れ
に
つ
い
て
深
い
殖
蓄
を
有
す

る
中
田
の
該
博
な
学
殖
を
ま
た
ず
し
て
は
な
さ
れ
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
よ
っ
て
日
本
の
歴
史
が
世
界
史
的
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
端
緒
が
聞

か
れ
た
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
史
学
史
的
意
義
は
は
か
り
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
、

(6) 



と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
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と
記
し
、
続
い
て
三
浦
周
行
、
日
本
経
済
史
の
内
田
銀
蔵
・
福
田
徳
二
一
の
業
績
を
評

価
し
て
い
る
。

中
田
董
…
の
研
究
が
「
日
本
史
学
の
体
系
的
認
識
の
構
成
の
た
め
に
重
要
な
寄
与
」

を
な
し
た
こ
と
は
、
こ
の
あ
と
諸
分
野
で
体
系
的
研
究
が
起
こ
っ
て
く
る
さ
き
が
け

と
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
中
田
の
あ
と
東
京
帝
大
で
は

同
じ
く
法
学
部
の
石
井
良
助
、
続
い
て
文
学
部
国
史
研
究
室
か
ら
荘
園
史
の
竹
内
理

三
、
幕
府
研
究
の
佐
藤
進
一
、
が
出
て
、
日
本
中
世
史
の
体
系
的
研
究
の
礎
を
築
い
て

い
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
体
系
的
研
究
が
多
く
の
生
産
的
な
研
究
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、
関
幸
彦
『
武
士
の
誕
生
』
（
U

の
終
章
「
武
士
の
発
見
」
で
西
欧
中
世
に

通
じ
る
日
本
中
世
と
い
う
問
題
の
展
開
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

第 6号史人

日
本
史
「
中
世
」
が
で
き
た
の
は
、
日
本
と
西
欧
と
に
共

通
し
て
封
建
制
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
中
田
が
「
原
型
」
の
「
中
世
」
を
利

用
し
こ
れ
を
基
点
と
し
て
「
原
型
」
の
形
を
そ
の
ま
ま
使
い
は
じ
め
た
こ
と
に
は
じ
ま

っ
た
の
で
あ
っ
た
。
で
は
こ
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
日
本
「
中
世
」
史
研
究
で
は
、
西

欧
史
ミ
ド
ル
エ
イ
ジ
を
モ
デ
ル
と
し
て
モ
ダ
ン
エ
イ
ジ
に
変
わ
っ
て
い
く
過
程
を
学
ぼ

う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
回
以
後
の
日
本
中
世
史
の
研
究
を
み
て
も
も
っ
ぱ
ら
日

本
内
部
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
て
、
西
欧
封
建
制
の
動
き
に
目
を
向
け
て
は
い
な
い

よ
う
で
あ
っ
た
。
西
洋
史
研
究
者
か
ら
西
欧
封
建
制
と
日
本
封
建
制
と
の
相
違
が
指
摘

さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
だ
が
、
そ
の
相
違
が
日
本
中
世
史
の
動
向
そ
の
も
の
に

影
響
を
与
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

で
は
日
本
と
西
欧
と
に
封
建
制
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
た
日
本
「
中

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、

そ
れ
は
西
欧
と
日
本
に
共
通
す
る
封
建
制
の
基
盤
と
し
て

組
織
的
な
農
業
社
会
の
存
在
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
己
）
、
歴
史
的
な

体
質
と
で
も
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
日
本
と
西
欧
と
で
封
建
制
の
相
違
点
は
数
多
く
指

摘
さ
れ
て
い
て
も
、
両
者
に
封
建
制
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
ア
ジ
ア
諸
国
の
歴
史
の
比
較
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
の
で
あ
っ

て
、
福
沢
諭
士
口
、
が
『
文
明
論
之
概
略
』
で
記
し
た
支
那
の
独
裁
政
治
に
対
し
て
日
本
で

の
至
尊
（
天
皇
）
と
至
強
（
武
家
）
と
が
分
か
れ
た
こ
と
を
論
じ
た
の
は
、
封
建
制
と

は
い
っ
て
い
な
い
が
歴
史
的
体
質
と
で
も
い
う
も
の
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

で
は
封
建
制
の
存
在
と
い
う
こ
と
か
ら
日
本
中
位
が
で
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
封

建
制
の
終
末
、
次
の
体
制
へ
の
画
期
ま
で
が
「
中
世
」
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ

の
と
お
り
で
あ
ろ
う
、
が
、
中
田
、
が
「
中
世
」
と
称
し
は
じ
め
た
と
き
、
日
本
封
建
制
が

ど
れ
だ
け
理
解
さ
れ
て
い
た
か
。
中
田
か
ら
よ
う
や
く
日
本
封
建
制
や
荘
園
制
の
研
究

が
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
研
究
が
進
む
に
つ
れ
て
、
中
田
（
実
質
的

に
は
内
田
の
「
原
型
」
）
が
定
め
た
時
代
範
囲
に
つ
い
て
問
題
が
生
じ
て
き
た
の
は
当
然

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
「
中
世
」
の
前
を
一
括
し
て
「
古
代
」
と
し
た

の
だ
か
ら
、
こ
の
区
分
に
問
題
が
生
じ
た
の
は
当
然
と
し
て
、
「
近
世
」
も
も
と
も
と
江

戸
時
代
と
い
う
「
近
世
」
を
そ
の
ま
ま
内
田
が
西
欧
史
モ
ダ
ン
エ
イ
ジ
の
和
訳
語
「
近

世
」
に
す
り
か
え
て
「
原
型
」
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
（
内

「
近
世
」
と
い
う
用
語
が
全
く
異
っ
た
数
種
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
こ

世
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。

(7) 

回
の
こ
ろ
の

と
は
補
論
で
述
べ
る
）

0

「
中
世
」
と
い
っ
て
も
、
封
建
制
の
研
究
が
進
展
し
て
き
た
戦
前
や
戦
後
し
ば
ら
く

の
聞
は

H
本
史
の
通
史
を
編
集
す
る
際
に
研
究
が
お
く
れ
て
い
た
中
世
後
期
を
ど
う
す

る
か
一
頭
を
悩
ま
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
。
「
近
世
」
と
の
関
係
は
や

は
り
「
中
世
」
研
究
の
側
か
ら
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も



日本史「中 I廿」の形成（坂本）

の
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
戦
前
に
は
そ
の
余
裕
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
昭
和
の
は
じ
め
ご
ろ
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
唯
物
史
観
の
発
展
段
階
論

は
、
戦
後
に
学
界
を
風
廃
す
る
に
至
り
、
日
本
史
の
時
代
区
分
も
発
展
段
階
論
で
組
み

立
て
る
べ
き
と
主
張
さ
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
が
時
代
を
構
造
的
に
、
ま
た
時
代
か
ら
時

代
へ
の
変
化
の
動
因
を
考
え
る
上
で
大
き
な
貢
献
を
し
た
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
こ
ろ
“
制
度
屋
”
と
言
わ
れ
た
私
が
い
ま
こ
の
よ
う
に
記
す
と
苦
笑
す
る
向

き
も
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
“
制
度
屋
”
だ
か
ら
こ
そ
今
い
え
る
の
で
あ
る
。

封
建
制
や
「
近
世
」
と
の
関
係
な
ど
は
今
後
然
る
べ
き
方
々
が
と
り
あ
げ
る
で
あ
ろ

う
問
題
で
あ
る
が
、
一
九
六
七
年
（
昭
和
四
二
）
に
他
界
し
た
中
田
は
、
自
分
が
開
拓

し
は
じ
め
た
日
本
「
中
世
」
の
時
代
区
分
の
現
状
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
だ
ろ
う
か

！
と
思
い
な
が
ら
本
稿
を
お
え
る
こ
と
に
す
る
。

〔
補
論
〕
明
治
末
・
大
正
初
年
の
「
近
世
」
の
用
法
を
め
ぐ
っ
て

明
治
年
聞
の
西
欧
史
モ
ダ
ン
エ
イ
ジ
の
和
訳
語
と
し
て
は
、
「
近
代
」
で
は
な
く
「
近

世
」
が
正
式
用
語
で
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
、
そ
の
「
近
世
」
と
い
う
時
代
区
分
が
あ

る
程
度
定
着
し
た
あ
と
、
大
正
時
代
以
降
、
「
近
代
」
と
い
う
和
訳
語
が
広
く
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
紹
介
し
た
の
は
柳
父
章
の
小
論
文
で
、
翌
年
柳
父

『
翻
訳
語
成
立
事
情
』
（
岩
波
新
書
一
九
八
二
年
）
に
収
録
さ
れ
た
。
同
論
文
は
翻
訳

語
の
成
立
と
い
う
問
題
か
ら
論
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
日
本
史
時
代
区
分
用

語
の
歴
史
に
つ
い
て
重
要
な
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
が
い
間
注

目
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
い
ま
日
本
史
時
代
区
分
の
観
点
か
ら
要
約
す
れ
ば
次

の
ご
と
く
で
あ
る
。

（
ア
）
西
洋
史
時
代
区
分
用
語

5
0
P
B
m
m
o
の
正
式
な
翻
訳
語
は
「
近
世
」

った。

で
あ

（
イ
）
明
治
末
年
ご
ろ
文
芸
の
分
野
で
「
近
代
」
と
い
う
こ
と
ば
が

深
い
意
味
を
漠
然
と
感
じ
、
あ
る
い
は
カ
ツ
コ
い
い
魅
力
を
感
じ
」
る
も
の
と
し
て

さ
か
ん
に
使
わ
れ
、
や
が
て
そ
れ
が
一
般
の
人
々
に
も
か
な
り
普
及
し
て
い
っ
た
。

（
ウ
）
発
行
部
数
の
多
い
著
名
な
辞
書
に
自
主
2
ロ
な
ど
の
翻
訳
語
と
し
て
「
近

代
」
が
登
場
す
る
の
は
大
正
以
降
の
よ
う
で
あ
る
。
「
近
代
」
と
い
う
翻
訳
語
は
、

「
近
世
」
と
い
う
時
代
区
分
用
語
が
あ
る
程
度
定
着
し
て
後
、
広
く
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
言
い
知
れ
ぬ

以
上
は
で
き
る
だ
け
原
文
に
即
す
る
よ
う
に
要
約
し
た
の
だ
が
、
少
し
説
明
を
加
え

る
な
ら
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
（
ア
）
幕
末
・
明
治
に
か
け
て
西
欧
史
学
が
日
本
に
紹

介
さ
れ
て
そ
れ
を
和
訳
す
る
と
き
、
西
欧
史
モ
ダ
ン
エ
イ
ジ
を
「
近
代
」
と
和
訳
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
日
本
で
は
ふ
る
く
か
ら
「
近
代
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
き

て
い
た
が
、
そ
れ
は
た
だ
“
今
ご
ろ
の
”
と
い
う
だ
け
の
意
味
に
す
ぎ
ず
、
上
限
が
定
ま

っ
た
時
代
を
い
う
語
で
は
な
か
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
「
近
世
」
と
い
う
語
は
上
限
が
定
ま

っ
て
現
今
ま
で
を
い
う
語
と
し
て
戦
国
時
代
か
ら
使
い
は
じ
め
て
き
て
い
た
の
で
（
本

文
註
（
1
）
拙
稿
）
、
上
限
が
定
ま
っ
た
時
代
の
和
訳
語
と
し
て
は
「
近
世
」
し
か
な
か

っ
た
の
で
あ
っ
た
。
（
イ
）
は
文
学
史
で
は
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
だ
が
、
「
近
代
」
が
西

洋
風
な
モ
ダ
ン
な
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
裏
に
は
江
戸
時
代
と
は
一
線
を
画
す
る
意
識

が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

(8) 

さ
て
こ
こ
で
、
明
治
年
間
に
新
た
に
お
こ
っ
た
面
倒
な
問
題
と
し
て
、
「
近
世
」
と
い

う
用
語
に
全
く
異
な
る
意
味
が
次
々
に
加
え
ら
れ
て
き
て
、
混
乱
を
生
じ
か
ね
な
い
状

態
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
み
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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（
a
）
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
欧
米
文
化
が
紹
介
さ
れ
て
き
た
中
で
モ
ダ
ン
エ
イ

ジ
の
和
訳
語
が
「
近
世
」
と
さ
れ
た
こ
と
。
こ
れ
は
右
に
述
べ
た
。

（b
）
明
治
に
入
っ
て
す
ぐ
、
世
間
の
人
々
の
間
で
、
過
ぎ
去
っ
た
江
戸
時
代
を
何

と
よ
ぶ
か
が
問
題
と
な
り
、
ま
も
な
く
そ
れ
が
「
近
世
」
と
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は

黒
板
勝
美
『
更
訂
国
史
の
研
究
総
説
』
（
岩
波
書
店
一
九
コ
二
年
）
第
三
章
の
国

史
関
係
主
要
出
版
物
年
表
の
明
治
六
年
か
ら
江
戸
時
代
を
「
近
世
」
と
称
し
た
書
名

が
次
々
に
現
れ
は
じ
め
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
C

）
明
治
も
二
十
世
紀
を
迎
え
た
ば
か
り
の
こ
ろ
、
内
田
銀
蔵
が
西
欧
史
時
代
区

分
三
分
法
を
モ
デ
ル
と
し
て
日
本
史
に
適
用
し
、
「
近
世
」
「
中
世
」
「
古
代
」

を
提
唱
し
た
。
こ
の
「
近
世
」
は
日
本
史
時
代
区
分
体
系
用
語
と
し
て
の
も
の
だ
か

と
も
（
b
）
と
も
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ら
、
（

a
）

第 6号

こ
の
よ
う
に
明
治
も
二
十
世
紀
に
入
っ
た
ば
か
り
の
こ
ろ
に
は
「
近
世
」
に
こ
れ
ら

三
つ
の
異
な
っ
た
用
法
が
重
複
し
て
い
て
、
読
者
は
そ
れ
を
自
分
で
判
断
し
な
け
れ
ば

は
た
し
て
正
確
に
読
み
と
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

史人

な
ら
な
い
の
だ
が
、

一
九

O
三
年
（
明
治
三
六
）

に
出
版
さ
れ
て
中
絶
し
た
内
田
銀
蔵
『
日
本
近
世

史
』
の
書
名
「
近
世
」
は
実
は
（

a
）
の
意
味
だ
っ
た
が
（
子
現
在
こ
れ
を
（

a
）

の
意
味
と
解
し
て
い
る
の
が
明
ら
か
な
も
の
は
ご
く
僅
か
で
あ
っ
て
、
多
く
は

（b
）
の
意
味
に
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

明
治
末
年
に
は
こ
の
「
近
世
」
の
異
な
る
用
法
を
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
は
じ
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
内
田
銀
蔵
が
他
界
す
る
前
年
の
一
九
一
八
年
（
大
正
七
）
に
刊
行
し
た

『
近
世
の
日
本
』
で
、
「
近
世
」
を
定
義
し
て
「
今
と
云
ふ
時
を
起
点
と
し
て
、
そ
れ
に

近
い
時
代
を
指
す
」
と
し
、
西
洋
・
支
那
・
日
本
そ
れ
ぞ
れ
別
に
考
え
る
も
の
と
し
た
。

そ
し
て
「
近
世
」
を
江
戸
時
代
（
子
明
治
以
降
を
「
最
近
世
」
と
し
た
。

こ
の
『
近
世
の
日
本
』
の

全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

「
近
世
」
は
前
著
『
日
本
近
世
史
』
の

し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
「
近
世
」

「
近
世
」
と
は

に
対
応
す
る

「
最
近
世
」
も
全
く
異
な
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

前
著
『
日
本
近
世
史
』
の
「
近
世
」
は
西
欧
史
モ
ダ
ン
エ
イ
ジ
の
和
訳
語
で
あ
っ

た
か
ら
、
「
最
近
世
」
も
モ
ダ
ン
エ
イ
ジ
の
最
新
部
分
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
す
で

に
一
八
九
六
年
（
明
治
二
九
）
に
坪
井
九
馬
三
『
最
近
世
史
五
』
が
刊
行
さ
れ
て
い

た
の
だ
か
ら
、
『
日
本
近
世
史
』
で
内
田
が
い
っ
た
「
最
近
世
」
は
西
洋
史
で
使
用
し

て
い
た
用
語
な
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
『
近
世
の
日
本
』
で
内
田
が
定
義
し
た

「
近
世
」
は
日
本
独
自
の
前
記
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
、
当
然
同
書
で
い
う
「
最
近

世
」
も
そ
れ
に
対
応
す
る
日
本
独
自
の
内
容
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
す
な
わ
ち
『
近
世
の
日
本
』
で
い
う
「
最
近
世
」
は
、
江
戸
時
代
を
い
う

「
近
世
」
を
基
に
し
た
新
し
い
江
戸
時
代
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(9) 

さ
て

「
近
世
」

に
異
な
る
用
法
が
い
く
つ
も
重
な
っ
て
い
る
中
か
ら
ま
ず
脱
出
し
た

西
欧
史
モ
ダ
ン
エ
イ
ジ
の
和
訳
語
で
あ
っ
た
「
近
世
」
が
「
近
代
」
と
さ

れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
柳
父
論
文
の
（
ウ
）
は
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
念
の
た
め

こ
と
わ
っ
て
お
く
が
、
こ
れ
は
西
欧
史
モ
ダ
ン
エ
イ
ジ
の
和
訳
語
が
「
近
代
」
と
さ
れ

日
本
史
の
明
治
以
降
が
「
近
代
」
と
よ
ば
れ
た
の
は
も
っ
と

σコ
は

（

a）
 

た
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、



日本史「中世」の形成（坂本）

後
の
こ
と
だ
か
ら
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。

で
は
日
本
史
で
明
治
以
降
を
「
近
代
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
の
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
今
後
研
究
が
進
め
ら
れ
て
解
明
さ
れ
る
の
を
期
待
し
た
い
の

だ
が
、
ど
う
や
ら
日
本
史
関
係
の
書
名
で
明
治
以
降
を
「
近
代
」
と
し
た
も
の
が
現
れ

て
き
て
通
用
し
は
じ
め
る
の
は
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
で
、
昭
和
十
年
代
に
は
一
般
化

し
は
じ
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

明
治
に
入
っ
て
新
政
府
の
も
と
で
社
会
経
済
分
野
の
資
料
や
歴
史
が
公
刊
さ
れ
る
中

で
、
た
と
え
ば
『
明
治
財
政
史
綱
』
（
明
治
四
四
）
と
か
『
明
治
運
輸
史
』
（
大
正
二
）

の
よ
う
に
「
明
治
」
を
冠
し
た
書
名
が
明
治
・
大
正
年
間
に
多
く
み
ら
れ
た
が
、
大
正

末
年
に
な
る
と
『
明
治
大
正
農
村
経
済
の
変
遷
』
（
大
正
一
五
）
『
明
治
大
正
財
政
史
』

（
昭
和
二
）
の
よ
う
に
「
明
治
大
正
」
と
な
り
は
じ
め
る
。
そ
し
て
一
九
一
二

O
年
（
昭

和
五
）
に
は
大
阪
朝
日
新
聞
社
か
ら
『
明
治
大
正
史
』
が
刊
行
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。

な
お
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
（
昭
和
八
年
｜
十
年
）
の
論
文
題
目
で
は
「
明
治
」
「
明

治
時
代
」
を
冠
す
る
も
の
が
五
編
、
ほ
か
に
「
明
治
以
後
に
於
け
る
」
が
一
編
で
、
時

代
区
分
名
称
を
冠
し
た
も
の
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
「
明
治
大
正
」
は
昭
和
十
年
代
に

入
っ
て
も
み
ら
れ
た
が
、
一
方
で
昭
和
に
入
る
と
田
保
橋
潔
『
近
代
日
本
外
国
関
係

史
』
・
『
近
代
日
支
鮮
関
係
の
研
究
』
（
と
も
に
昭
和
五
）
や
服
部
之
総
『
近
代
日
本
外
交

史
』
（
昭
和
八
）
な
ど
「
近
代
」
を
冠
す
る
書
名
が
見
え
は
じ
め
、
昭
和
十
年
代
に
は
一

般
化
し
た
よ
う
で
主
、
日
本
史
学
史
の
大
久
保
利
謙
『
日
本
近
代
史
学
史
』
が
刊
行
さ

れ
た
の
も
一
九
四
O
年
（
昭
和
一
五
）
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
書
く
と
、
「
明
治
大
正
」
と
書
い
て
き
た
の
が
昭
和
も
加
え
る
と
長
く
な

る
か
ら
「
近
代
」
と
し
た
、
と
み
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
く
明
治
以

降
を
江
戸
時
代
と
は
一
線
を
画
そ
う
と
い
う
こ
と
が
「
近
代
」
と
い
う
名
称
に
な
っ
た

の
で
あ
っ
た
。
と
い
っ
て
も
そ
れ
が
明
治
以
降
を
西
欧
史
モ
ダ
ン
エ
イ
ジ
に
比
定
す
べ

き
だ
と
い
う
研
究
に
裏
付
け
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
江
戸
時
代
と
は

一
線
を
画
す
る
世
間
の
感
覚
が
「
近
代
」
と
よ
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
、
と
解
し
て
お
く
。

遠
藤
元
男
編
『
日
本
社
会
経
済
史
用
語
辞
典
』
（
朝
倉
書
店
一
九
七
二
年
）
の

「
近
代
化
」
（
執
筆
者
は
遠
藤
）
の
項
で
、
明
治
末
・
大
正
初
年
の
文
芸
関
係
書
名

で
「
近
代
」
が
つ
け
ら
れ
た
も
の
を
い
く
つ
か
あ
げ
た
あ
と
、
昭
和
に
な
っ
て
唯
物

史
観
の
導
入
に
よ
っ
て
社
会
経
済
構
成
・
文
化
段
階
の
示
す
時
代
区
分
と
し
て
の
歴

史
的
用
語
と
し
て
「
近
代
」
が
定
着
し
て
い
っ
た
と
し
て
、
遠
藤
自
身
が
一
九
三
九

年
（
昭
和
一
四
）
に
書
い
た
文
を
引
用
し
て
い
る
。
昭
和
当
時
の
学
界
で
活
躍
し
た

人
物
が
こ
の
よ
う
に
「
近
代
」
の
使
わ
れ
方
を
記
し
た
の
は
、
短
文
だ
が
貴
重
な
も

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
一
九
四
五
年
の
敗
戦
か
ら
後
、
な
ぜ
日
本
は
こ
の
よ
う
な
道
を
た
ど
っ
た

の
か
と
い
う
反
省
か
ら
、
明
治
以
降
の
日
本
は
と
て
も
西
欧
史
モ
ダ
ン
エ
イ
ジ
の
「
近

代
」
と
は
い
え
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
「
近
代
」
と
よ
ぶ
の
は
お
か
し
い
と

い
う
議
論
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
が
こ
れ
は
西
欧
史
三
分
法
モ
ダ
ン
エ
イ
ジ
の
和

訳
語
「
近
代
」
と
、
前
記
の
「
明
治
大
正
」
の
あ
と
「
近
代
」
と
記
し
た
世
間
の
感
覚

に
よ
る
も
の
と
を
、
混
同
し
た
誤
解
か
ら
生
じ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
「
近
世
」

に
複
数
の
用
法
が
重
複
し
た
の
を
打
開
す
る
た
め
「
近
代
」
が
使
わ
れ
た
こ
と
か
ら
生

じ
た
も
の
で
、
原
因
は
複
数
の
用
法
が
重
複
し
た
「
近
世
」
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に
も
う
一
つ
。
現
在
欧
米
の
学
界
で
日
本
の
江
戸
時
代
を
英
訳
し
て

g
ユ可

目
。
母
自
（
宮
）
匂
告
白
岡
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
英
訳
は
何
を
英
訳
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
し
も
、
内
田
『
近
世
の
日
本
』
の
「
近
世
」
の
定
義
に
よ
っ
て
英
訳
し
た
も
の
で
あ

は
た
し
て
そ
れ
が
日
本
史
学
界
に
お
け
る
一
般
的
理
解
の
も
の
と
い
え
る

(lo) 

る
な
ら
ば
、



で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
内
田
は
「
今
と
云
ふ
時
を
起
点
と
し
て
、
そ
れ
に
近
い
時
代
を

指
す
」
と
し
て
江
戸
時
代
を
あ
げ
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
内
田
が
「
最
近
世
」

と
し
た
用
語
が
現
在
日
本
で
は
全
く
使
わ
れ
て
い
な
い
の
に
、
は
た
し
て
こ
の
英
訳
で

よ
い
の
か
関
係
者
の
ご
意
見
を
う
か
が
い
た
い
と
思
う
。

註
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（1
）
拙
稿
「
江
戸
時
代
を

研
究
余
録
二

O
二
一
年
）

（
2
）
拙
稿
「
特
定
主
題
の
歴
史
変
化
時
期
を
示
す
用
語
に
つ
い
て
」

四
日
万
二

O
一
二
年
）
。

（3
）
拙
稿
「
中
古
文
学
と
い
う
こ
と
」
（
『
史
人
』
五
号
二

O
二
二
年
）

（
4
）
拙
稿
「
軍
人
勅
諭
の
「
な
か
っ
よ
」
と
「
ち
ゅ
う
せ
い
」
」
（
『
日
本
歴

史
』
七
五
一
号
研
究
余
録
二

O
一
O
年）

（
5
）
石
井
進
「
日
本
近
代
史
学
史
に
お
け
る
「
中
世
」
の
発
見
」
（
『
月
刊
歴

史
』
八
号
一
九
六
九
年
）
。
同
論
文
は
少
し
改
稿
さ
れ
て
『
石
井
進
著
作
集
』

六
（
岩
波
書
店
二

O
O
四
年
）
に
「
日
本
史
に
お
け
る
「
中
世
」
の
発
見
と
そ

の
音
笠
義
」
と
し
て
収
録
さ
れ
た
。

（
6
）
同
書
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
二
年
後
の
一
九
二
八
年
に
坂
本
太
郎
『
上
代
駅

制
の
研
究
』
が
刊
行
さ
れ
、
つ
い
で
太
田
亮
『
日
本
上
代
に
於
け
る
社
会
組
織

の
研
究
』
（
一
九
二
九
年
）
、
津
田
左
右
吉
『
日
本
上
代
史
研
究
』
（
一
九
三

O

年
）
と
次
々
に
「
上
代
」
を
冠
す
る
書
名
の
研
究
書
が
出
さ
れ
は
じ
め
、
戦
後

に
な
っ
て
も
多
く
の
律
令
制
関
係
の
書
名
に
「
上
代
」
が
冠
さ
れ
た
が
、
こ
の

「
上
代
」
は
、
こ
の
平
泉
の
著
書
の
時
代
区
分
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
7
）
『
世
界
歴
史
大
系
』
十
三
巻
A

（
昭
和
十
年
八
月
刊
）
、
同
巻
の
序
論
は

秋
山
謙
蔵
、
第
一
篇
か
ら
第
二
一
篇
ま
で
の
執
筆
者
は
秋
山
の
ほ
か
福
田
富
貴
夫
、

「
近
世
」

と
い
う
こ
と
」
（
『
日
本
歴
史
』
七
六
九
号

（
『
史
人
』

第 6号史人

今
井
林
太
郎
、
藤
木
邦
彦
、
遠
藤
一
冗
男
、
宝
月
圭
吾
、
大
久
保
利
謙
、
豊
田
武
、

ド
村
富
士
男
、
徳
田
剣
一
、
原
平
一
一
一
、
中
村
光
、
渡
辺
保
、
石
村
吉
甫
、
熊
谷
宣

夫
、
鈴
木
英
輔
で
あ
る
。

（
8
）
註
（
3
）
拙
稿

（9
）
『
本
邦
史
学
史
論
叢
下
』
（
冨
山
房
一
九
三
九
年
）

（
凶
）
家
永
三
郎
『
日
本
の
近
代
史
学
』
（
日
本
評
論
社
一
九
五
七
年
）
八
五

八
六
頁

（
日
）
関
幸
彦
『
武
士
の
誕
生
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
二

O
一
三
年
原
本
は
一

九
九
九
年
に
日
本
放
送
出
版
協
会
か
ら
刊
行
）
。
同
書
の
終
章
「
武
士
の
発
見
」

の
中
に
「
近
代
と
は
「
中
世
」
を
「
発
見
」
し
た
時
代
だ
っ
た
と
い
え
る
」

（
二
七
六
頁
）
と
あ
る
が
、
こ
の
「
中
世
」
の
「
発
見
」
と
い
う
こ
と
を
は
じ

め
て
い
っ
た
の
は
石
井
註
（
5
）
論
文
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
石
井
は
晩
年

に
闘
が
勤
務
す
る
鶴
見
大
学
に
勤
務
し
て
い
て
、
研
究
上
で
も
結
ぼ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
「
発
見
」
と
い
っ
た
の
は
内
田
よ
り
前
に
「
中
世
」

が
史
料
上
に
み
え
た
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
時
代
区
分
の
「
中

世
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
内
田
の
創
始
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
註
（
4
）
拙
稿
参
照
。

（
は
）
「
対
談
日
本
の
封
建
制
・
西
洋
の
封
建
制
木
村
尚
三
郎
・
石
井
進
」

（
『
歴
史
公
論
』
二
巻
七
号
一
九
七
六
年
）

（
日
）
註
（
l
）
拙
稿
参
照
。
『
日
本
近
世
史
』
の
「
緒
論
」
冒
頭
の
文
に
明

ら
か
で
あ
る
。

（
は
）
『
近
世
の
日
本
』
で
内
田
が
「
近
世
」
を
江
戸
時
代
と
し
た
根
拠
は
、

（
b
）
の
江
戸
時
代
の
別
称
と
し
て
「
近
世
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
全
く
説
明
に
も
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

小
沢
栄
一
『
近
代
日
本
史
学
史
の
研
究

九
六
八
年
）
六
五
三
頁
。

（日）
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明
治
編
』
（
古
川
弘
文
館



（
同
）
こ
の
「
近
代
」
が
出
現
し
た
こ
ろ
、
ま
だ
「
最
近
世
」
（
『
近
世
の
日

本
』
の
定
義
に
よ
る
日
本
独
自
の
内
容
）
が
使
わ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば

『
世
界
歴
史
大
系
』
の
日
本
史
第
三
篇
で
も
藤
井
甚
太
郎
が
国
粋
主
義
的

「
最
近
世
」
を
記
し
て
い
た
。
日
本
史
概
説
書
で
も
戦
後
ま
も
な
く
出
さ

れ
た
も
の
に
「
最
近
世
」
を
使
っ
て
い
た
の
が
、
ま
も
な
く
改
訂
版
で
「
近

代
」
に
変
え
ら
れ
た
事
例
が
あ
っ
た
。

日本史「中世」の形成（坂本）

〔
付
記
〕
こ
こ
で
は
国
文
関
係
書
名
で
「
近
代
」
を
冠
す
る
も
の
は
と
り
あ
げ
な
か

っ
た
。
た
と
え
ば
藤
岡
作
太
郎
（
一
九
一

O
年
他
界
）
の
遺
作
「
近
代
小
説
史
」
が
一

九
一
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
著
者
独
自
の
称
が
多
い
国
文
学
関
係
書
名

は
今
後
の
研
究
に
ま
つ
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

大
学
院
演
習
『
小
右
記
』
講
読
担
当
者
一
覧
①二

O
一
O
年
1
二
O
二
二
年

担

当

条

担
当
者

演
習
日

二
O

一O
年

四
月
九
日
寛
弘
八
年
二
月
四
日

1
一
二
日
条

四
月
一
一
一
二
日
寛
弘
八
年
三
月
二
日
条

五
月
七
日
寛
弘
八
年
三
月
九
日
条

五
月
一
四
日
寛
弘
八
年
三
月
二
一
日

1
二
O
日
条

五
月
二
八
日
寛
弘
八
年
三
月
二

O
日
1
二
四
日
条

六
月
四
日
寛
弘
八
年
七
月
一
日

1
三
日
条

六
月
一
一
日
寛
弘
八
年
七
月
六
日

1
七
日
条

六
月
二
五
日
寛
弘
八
年
七
月
八
日

1
九
日
条

＊
七
月
は
受
講
生
の
ミ
ニ
研
究
発
表

上
吹
越
務

江
間
さ
や
か

山
本
佳
奈

平
元
克
弥

安
部
弘
敏

平
元
克
弥

尻
池
由
佳

安
部
弘
敏

七七七七七六六六六五五五五五回二 大
月月月一月月月一月月一月月一月一月一月月月二 O 演習 明, 

九二五八一四七 O コ七 O 二三六二一日 院

寛H寛U 寛H 寛U 寛U 寛U 寛U 寛H覚H寛H寛H寛s寛H 寛U 寛~l 年書『

弘弘弘弘弘弘弘弘弘弘弘弘弘弘弘 担 1j 
八八八八八八八八八八八八八八八 右、
年年年年年年年年年年年年年年年
八八八八八八八七七七七七七七七 当 記
月 月 月一月一月七月三月二月三月二月一月二月 月一月一月一 束ι 』講
二一一一日日日 O 四一 O 八七一四
日日日日 I I 条日日日日日日日日 担読
I I 条条一六 I I I ．条 I I 
一一 O 日八二二一一一 当ー」ー 日 条 月 九 一九一一」一日ニハ 者
日日 条 一日日条日条 一
条条 日条条 条 ② 覧条

江
間北 北 S2 

瀬さ川 署 ）｜｜ 年。
戸や弘 弘
口か紀 戸 紀

I~ 江太． － 
奥戸］門・太田奥湯尻油包奥門間さ黒回湯尻池奥 担

忠繋 E黒忠盃出家忠自ゃ綾喜由忠 当 二

直明ゥK._ 禁：注司先言、 直 也r日 佳明直之か奈也佳直 者 年

(12) 


